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は
じ
め
に

尼あ
ま

寺で
ら

観か
ん

音の
ん

寺じ

跡あ
と

は
、
紀
の
川
市
貴
志
川
町
尼
寺
地

区
の
、
東
西
約
３
０
０
ｍ
、
南
北
約
２
０
０
ｍ
の
範

囲
に
あ
る
遺
跡
で
、
貴
志
川
支
流
で
あ
る
丸
田
川
北

岸
の
台
地
上
に
所
在
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
調
査
地

は
こ
の
台
地
の
突
端
部
に
あ
り
、
遺
跡
の
北
辺
に
あ

た
り
ま
す
。
こ
の
遺
跡
は
こ
れ
ま
で
発
掘
調
査
は
行

わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
周
辺
で
奈
良
時
代
の
軒
丸
瓦

が
採
集
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
観
音
寺
の
北
に
あ
た

る
た
め
、
古
代
寺
院
関
連
の
遺い

構こ
う

や
遺
物
の
新
発
見

が
期
待
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

本
遺
跡
の
北
東
に
、奈
良
時
代
前
期
（
白
鳳
時
代
）

の
寺
院
で
あ
る
、
北
山
廃
寺
跡
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

遺
跡
は
瓦
窯
３
基
、
瓦
製
作
に
伴
う
粘
土
採
掘
坑
や

多
く
の
古
代
瓦
な
ど
の
出
土
遺
物
と
と
も
に
、
古
代

寺
院
の
塔
跡
な
ど
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

西
方
の
、
鳩は
と

羽ば

山さ
ん

（
標
高
２
６
５
ｍ
）
の
南
麓
に

岸き
し

宮み
や

祭さ
い

祀し

遺い

跡せ
き

が
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
の
遺
跡
で

は
奈
良
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
の
環か
ん

状じ
ょ
う

配は
い

石せ
き

遺い

構こ
う

や
敷し
き

石い
し

遺い

構こ
う

、井
戸
遺
構
な
ど
の
祭
祀
遺
構
が
発
見
さ
れ
、

和わ

鏡き
ょ
う・

鐸た
く

形が
た

銅
製
品
・
魚
形
銅
器
・
滑か
っ

石せ
き

製せ
い

有ゆ
う

孔こ
う

石

製
品
な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。
鳩
羽
山
頂
近
く
に
あ

る
「
た
て
り
岩
」
か
ら
山
麓
の
岸
宮
八
幡
神
社
に
至

る
地
域
に
、
祭
り
の
場
が
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
し
て

い
く
過
程
を
示
し
た
複
合
遺
跡
で
す
。

調
査
成
果

今
回
の
発
掘
調
査
は
、
県
営
中
山
間
総
合
整
備
事

業
尼
寺
地
区
ほ
場
整
備
事
業
に
伴
い
、
東
側
の
調
査

区
を
第
１
調
査
区
、
西
側
の
調
査
区
を
第
２
調
査
区

と
し
て
実
施
し
ま
し
た
。
今
回
の
調
査
地
に
お
け
る

基
本
層
序
は
、
第
１
層
が
現
代
の
水
田
耕
作
土
、
第

２
層
が
鉄
分
・
マ
ン
ガ
ン
粒
を
多
く
含
む
現
代
の
水写真１　尼寺観音寺跡発掘調査全景（西上空から）

図１　尼寺観音寺跡と周辺遺跡地図
（和歌山県埋蔵文化財包蔵地所地図より転載）
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田
床
土
、
第
３
層
が
、
径
１
～
５
㎝
ほ
ど
の
礫れ
き

や
粗

砂
が
混
じ
り
、
中
世
土
器
な
ど
を
含
む
中
世
の
遺い

物ぶ
つ

包ほ
う

含が
ん

層そ
う

で
す
。
中
世
以
降
の
土
器
を
多
く
含
ん
で
い

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
下
層
で
あ
る
第
４
層
の
耕
作
地

を
埋
め
た
中
世
の
造
成
土
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
第
４

層
は
径
１
～
３
㎝
の
礫
や
細
砂
、
マ
ン
ガ
ン
粒
が
混

じ
る
耕
作
土
で
す
。
こ
の
層
の
下
、
第
５
層
上
面
で

は
畦け
い

畔は
ん

（
あ
ぜ
）
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。（
写
真
３
）

幅
0.4
～
0.6
ｍ
の
畦
畔
と
畦
畔
の
間
は
2.8
～
3.5
ｍ
前
後

の
間
隔
が
あ
り
ま
す
。
中
世
土
器
を
多
く
含
む
こ
と

か
ら
中
世
段
階
で
つ
く
ら
れ
た
水
田
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
第
５
層
は
、
遺
物
の
出
土
が
見
ら
れ
ず
、
人
間

の
手
が
加
わ
っ
て
い
な
い
地じ

山や
ま

層そ
う

で
す
。
こ
の
第
５

層
上
面
で
中
世
以
降
の
生
活
痕
跡
（
遺
構
）
が
確
認

さ
れ
ま
し
た
。
第
１
調
査
区
は
標
高
39
ｍ
で
地
山
面

が
、
第
２
調
査
区
は
標
高
40
ｍ
ほ
ど
で
遺
構
面
が
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。

第
１
・
２
調
査
区
と
も
に
、
北
か
ら
南
に
向
か
っ

て
傾
斜
し
、
第
１
調
査
区
に
お
い
て
は
北
西
か
ら
南

東
に
流
れ
る
自
然
流
路
に
よ
っ
て
地
山
面
が
削
ら
れ

て
形
成
さ
れ
た
微
高
地
を
確
認
し
ま
し
た
。

第
１
調
査
区
の
成
果

中
世
段
階
に
地
山
面
を
造
成
し
た
耕
作
地
を
確
認

し
ま
し
た
が
、
そ
の
他
の
遺
構
は
確
認
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
自
然
地
形
と
し
て
は
、
調
査
区
の
北
西
に

お
い
て
北
西
か
ら
南
東
に
流
れ
る
自
然
流
路
で
削
ら

れ
た
微
高
地
を
確
認
し
ま
し
た
。（
写
真
２
）

遺
物　

造
成
土
と
耕
作
土
か
ら
中
世
の
土
師
器
や
瓦が

器き

な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
自
然
流
路
の
砂
礫
を

含
む
シ
ル
ト
層
か
ら
、
弥
生
時
代
後
期
末
か
ら
古
墳

時
代
初
頭
の
土
師
器
片
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

第
２
調
査
区
の
成
果

中
世
以
降
の
掘
立
柱
建
物
跡
２
棟
と
柱
穴
群
、
中

世
の
土
坑
、
近
世
の
溝
や
土
坑
な
ど
を
発
見
し
ま
し

た
。

掘
立
柱
建
物
１　

調
査
区
北
側
に
あ
る
、
２
間
×
2

間
の
掘
立
柱
建
物
で
す
。
柱
間
は
、
桁
行
で
1.5
～
2.5

ｍ
、
梁
行
で
1.0
～
2.0
ｍ
、
柱
穴
の
直
径
は
0.3
～
0.4
ｍ
、

深
さ
0.15
～
0.2
ｍ
で
す
。
な
か
に
は
、
柱
根
跡
と
思
わ 写真３　第2調査区　南壁土層断面（造成土と耕作土）

造成土

耕作土畦畔 畦畔

写真２　第１調査区　全景　微高地検出状況（北から）

微高地
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れ
る
痕
跡
が
見
ら
れ
、
柱
穴
の
埋
土
か
ら
中
国
製
青せ
い

磁じ

碗わ
ん

片
、
土
師
器
片
が
出
土
し
ま
し
た
。
柱
穴
と
し

て
浅
い
こ
と
か
ら
後
世
に
削
平
を
受
け
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。（
写
真
４
）

掘
立
柱
建
物
２　

調
査
区
北
側
に
あ
る
、
２
間
×
3

間
の
掘
立
柱
建
物
で
す
。
柱
間
は
、
桁
行
で
1.5
～
2.0

ｍ
、
梁
行
で
1.5
ｍ
、
柱
穴
の
直
径
は
0.3
～
0.4
ｍ
、
深

さ
0.15
～
0.2
ｍ
で
す
。
な
か
に
は
、
柱
根
跡
と
思
わ
れ

る
痕
跡
が
見
ら
れ
、
柱
穴
の
埋
土
か
ら
土
師
器
細
片

が
ご
く
少
量
出
土
し
て
い
ま
す
。
掘
立
柱
建
物
１
と

同
様
に
、
柱
穴
と
し
て
浅
い
こ
と
か
ら
後
世
に
削
平

を
受
け
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。（
写
真
５
）

79
土
坑　

調
査
区
北
側
に
あ
る
、
レ
ン
ズ
状
の
窪
み

を
も
つ
浅
い
土
坑
で
す
。
大
き
さ
は
南
北
径
2.6
ｍ
、

東
西
径
2.7
ｍ
、
深
さ
0.15
ｍ
で
す
。
拳
大
の
川
原
石
が

中
央
部
で
多
く
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
土
師
器
皿
、

土
師
器
羽
釜
片
な
ど
の
煮
炊
具
が
底
部
で
出
土
し
ま

し
た
。
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
ご
ろ
の
遺
構
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
用
途
は
不
明
で
す
。

85
土
坑　

調
査
区
南
側
に
あ
る
、
平
面
形
が
円
形
の

土
坑
で
す
。
大
き
さ
は
南
北
径
1.2
ｍ
、東
西
径
1.2
ｍ
、

深
さ
0.4
ｍ
で
す
。
シ
ル
ト
が
堆
積
し
、
原
地
形
が
高

い
北
側
か
ら
土
砂
の
流
れ
込
ん
だ
様
子
が
確
認
で
き

ま
す
。
中
世
末
以
降
の
平
瓦
が
出
土
し
ま
し
た
。

近
世
溝　

調
査
区
南
側
に
あ
る
、
南
北
方
向
に
流
れ

る
溝
で
す
。
本
来
は
、
中
世
の
遺
構
面
よ
り
上
層
か

ら
掘
り
込
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
南
北
方

写真６　第２調査区南　近世溝（石積暗渠跡）
（南から）

写真５　　第２調査区北　掘立柱建物２と79土坑
（東から）

写真４　第２調査区北　掘立柱建物１（東から）

掘立柱建物跡１

79土坑

掘立柱建物跡２

掘立柱建物跡２
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向
の
道
に
よ
っ
て
上
部
が
削
平
さ
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。
掘
方
幅
0.5
～
0.8
ｍ
、
残
存
長
17.2
ｍ
で
す
。

人
頭
大
の
川
原
石
の
平
坦
な
面
を
揃
え
て
積
ん
で
い

る
部
分
が
一
部
で
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
石
積
の

溝
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。肥
前
系
染
付
磁
器
片
、

瓦
類
な
ど
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
調
査
区
を
南
北
方

向
に
走
る
市
道
・
中
21
号
線
の
下
か
ら
検
出
さ
れ
、

こ
の
道
は
、
遅
く
と
も
江
戸
時
代
後
期
に
は
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
、
そ
の
下
が
石
積
溝
と
し
て
使
わ
れ
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。（
写
真
６
）

遺
物　

中
世
の
柱
穴
か
ら
中
国
製
青
磁
碗
や
土
師

器
、
中
世
の
土
坑
か
ら
土
師
器
羽
釜
や
皿
な
ど
、
遺

物
包
含
層
か
ら
古
墳
時
代
の
須す

恵え

器き

の
坏つ
き

や
𤭯は
そ
うの
破

片
、
古
代
の
布ぬ
の

目め

瓦が
わ
ら、

中
世
の
瓦
類
、
中
国
製
青
磁

碗
の
破
片
な
ど
が
出
土
し
ま
し
た
。

ま
と
め

今
回
の
調
査
で
は
、
古
代
寺
院
関
連
に
関
す
る
基き

壇だ
ん

や
遺
構
な
ど
の
確
認
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
発
掘
調
査
の
結
果
、
明
確
な
寺
院
跡
と
考
え
ら

れ
る
遺
構
は
確
認
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
第
１
・
２

調
査
区
に
お
い
て
、
中
世
以
降
の
大
規
模
な
造
成
を

し
て
耕
作
地
へ
と
土
地
を
改
変
し
た
痕
跡
が
確
認
で

き
ま
し
た
。
そ
う
し
た
造
成
土
と
耕
作
土
か
ら
、
中

世
の
土
師
器
や
瓦
器
な
ど
の
遺
物
や
中
世
か
ら
近
世

ま
で
の
陶
磁
器
や
瓦
が
出
土
し
ま
し
た
。
ま
た
、
古

墳
時
代
の
須
恵
器
坏
・
𤭯
、
布
目
の
あ
る
平
瓦
な
ど

の
中
世
以
前
の
遺
物
も
出
土
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ

と
か
ら
古
墳
時
代
以
降
の
遺
構
が
こ
の
周
辺
に
あ
る

可
能
性
も
出
て
き
ま
し
た
。

中
世
以
降
の
大
規
模
な
造
成
に
よ
る
耕
作
地
な
ど

の
土
地
利
用
を
考
え
る
上
で
、
貴
重
な
調
査
成
果
を

得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ま
た
、
寺
院
跡
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
布
目
瓦

な
ど
の
瓦
類
が
遺
物
包
含
層
な
ど
か
ら
出
土
し
た
こ

と
は
、
近
辺
に
寺
院
跡
が
あ
る
可
能
性
は
残
さ
れ
ま

し
た
。

一
方
で
、
今
回
の
調
査
地
の
第
２
調
査
区
の
南
に

は
、
真
言
宗
山
科
派
の
寺
院
で
あ
る
一い
ち

乗じ
ょ
う

山ざ
ん

妙み
ょ
う

音お
ん

院い
ん

観か
ん

音の
ん

寺じ

が
近
接
し
て
い
ま
す
。

こ
の
寺
院
で
は
、
紀
の
川
市
指
定
文
化
財
で
あ
る

「
絹け
ん

本ぽ
ん

着ち
ゃ
く

色し
ょ
く

十じ
ゅ
う

一い
ち

面め
ん

観か
ん

音の
ん

立り
ゅ
う

像ぞ
う

図
」
を
所
蔵
し
て
い

ま
す
。
室
町
時
代
に
鎌
倉
時
代
の
描
法
を
用
い
て
描

か
れ
た
も
の
で
、
色
を
お
さ
え
た
彩
色
の
上
に
、
細

い
截き
り

金か
ね

を
入
れ
て
重
厚
な
色
感
を
見
せ
て
い
ま
す
。

寺
の
境
内
に
は
、
円
形
の
掘
り
込
み
を
も
つ
礎そ

石せ
き

の
よ
う
な
、
大
き
な
岩
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
（
写

真
７
）。
古
代
の
「
尼
寺
観
音
寺
」
に
所
縁
の
あ
る

も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。	

（
田
之
上
裕
子
）

参
考
資
料

貴
志
川
町
史
編
集
委
員
会
編
（
１
９
８
１
）「
貴
志
川
町
史　

第
三

巻　

資
料
編
２
」

貴
志
川
町
史
編
集
委
員
会
編
（
１
９
８
６
）「
貴
志
川
町
史　

第
一

巻　

通
史
編
」

写真７　一乗山妙音院観音寺門前にある礎石
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尊そ
ん

勝し
ょ
う

院い
ん

表お
も
て

門も
ん

の
保
存
修
理

那
智
山
青
岸
渡
寺
に
は
、「
尊
勝
院
」
と
称
さ

れ
る
僧
房
跡
が
存
在
し
ま
す
。
本
堂
の
北
側
か
ら

那
智
の
滝
を
望
む
、
そ
の
眼
線
を
足
下
へ
落
と
す

と
、
表
門
や
庭
、
銅
板
屋
根
の
建
物
群
と
、
そ
の

境
内
が
俯
瞰
で
き
ま
す
（
左
下
の
写
真
）。

尊
勝
院
は
、
か
つ
て
飛ひ

瀧ろ
う

権ご
ん

現げ
ん

（
那
智
の
滝
）

を
管
理
し
て
い
た
那
智
山
執し

行ぎ
ょ
う

職
が
代
々
住
し
た

僧
坊
で
あ
っ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

境
内
は
「
中
世
行ぎ
ょ
う

幸こ
う

啓け
い

御お

泊と
ま
り

所し
ょ

」
跡
と
し
て
、
和

歌
山
県
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

表
門
は
、
２
本
の
円
柱
と
そ
の
前
後
に
四
角
い

柱
を
建
て
た
、「
四し

脚き
ゃ
く

門も
ん

」
と
い
う
形
式
の
門
で
す
。

屋
根
面
は
、
起む
く

り
と
反そ

り
の
あ
る
「
唐か
ら

破は

風ふ

」
と

称
す
る
屋
根
を
檜ひ

皮わ
だ

葺
き
で
仕
上
げ
ま
す
。
門
の

両
脇
に
、
同
じ
く
檜
皮
葺
き
屋
根
の
袖そ
で

塀べ
い

・
脇
門

が
付
属
し
ま
す
。
柱
や
桁
、
湾
曲
し
た
垂
木
を
含

め
軒
先
ま
で
を
全
て
ケ
ヤ
キ
材
で
作
り
、
円
柱
の

間
に
あ
る
桟さ
ん

唐か
ら

戸ど

も
ケ
ヤ
キ
材
と
さ
れ
ま
す
。
そ

の
垂
木
の
上
に
は
、
幅
32
㎝
、
長
さ
２
ｍ
、
厚
み

は
６
㎜
と
薄
く
仕
上
げ
た
ク
ス
板
を
し
な
ら
せ
て

張
っ
て
あ
る
こ
と
も
確
認
で
き
ま
し
た
。

昭
和
末
頃
の
屋
根
葺
替
以
来
の
今
回
修
理
は
、

県
史
跡
の
保
存
活
用
整
備
事
業
と
し
て
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。
今
冬
よ
り
素
屋
根
の
建
設
、
檜
皮
屋

根
の
葺
替
え
と
軒
・
小
屋
組
の
補
修
、
袖
塀
の
軸

組
修
理
、
桟
唐
戸
の
修
理
等
を
行
っ
て
お
り
、
今

年
６
月
上
旬
に
竣
工
す
る
予
定
で
す
。

修
理
中
に
は
、
小
屋
内
で
過
去
の
修
理
棟む
な

札ふ
だ

４
種
５
枚
を
確
認
し
、
仕
様
や
痕
跡
等
の
調
査

と
合
わ
せ
、
建
物
の
来
歴
が
概
ね
明
ら
か
と
な

り
ま
し
た
。
棟
札
で
最
古
の
も
の
は
元げ
ん

治じ

元
年

（
１
８
６
４
）、
最
近
の
棟
札
は
昭
和
33
年
に
表
門

で
柱
の
根
継
ぎ
修
理
や
小
屋
組
の
改
修
を
行
っ
た

際
の
も
の
で
し
た
。
従
来
は
江
戸
初
期
の
再
建
と

も
考
え
ら
れ
て
い
た
現
在
の
表
門
は
、
細
部
の
様

式
等
か
ら
み
て
も
、
青
岸
渡
寺
本
堂
（
天
正
18
・

１
５
９
０
年
再
建
）
が
改
修
を
受
け
た
享
き
ょ
う

保ほ
う

年
間

よ
り
も
後
、
江
戸
後
期
頃
に
再
建
（
ま
た
は
大
改

修
）
さ
れ
た
建
物
と
考
え
て
良
さ
そ
う
で
す
。

江
戸
末
期
の
修
理
棟
札
に
は
、「
不
開
門
并
玄

関
屋
禰
（
根
）
重
ね
葺
」
や
「
南
貴
（
紀
？
）
那

智
大
瀧
水
中
仁
出
現
」
等
の
文
字
列
が
確
認
さ
れ

ま
す
（
右
写
真
）。
先
述
の
伝
承
や
、
天
皇
や
皇

族
た
ち
の
熊
野
参
詣
時
以
外
は
桟
唐
戸
が
閉
鎖
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
内
容
で
も
あ
り
ま
し
た
。

県
内
の
平
唐
門
形
式
の
四
脚
門
は
、
紀
州
東
照

宮
の
唐か
ら

門も
ん

や
高
野
山
・
普ふ

賢げ
ん

院い
ん

の
四
脚
門
（
い
ず

れ
も
重
要
文
化
財
建
造
物
）
等
を
思
い

浮
か
べ
ま
す
が
、
軒
高
が
３
ｍ
近
く
に

な
る
当
門
も
、
負
け
ず
劣
ら
ぬ
歴
史
と

風
格
を
備
え
た
建
物
で
す
。
修
理
後
に

は
、
那
智
の
滝
と
と
も
に
傍
か
ら
も
見

上
げ
て
貰
え
る
と
、
那
智
山
の
歴
史
を

よ
り
感
じ
取
っ
て
頂
け
る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。	

（
下
津
健
太
朗
）

尊勝院境内の俯瞰（手前が表門）

元治元年の修理棟札

尊勝院表門（桟唐戸を閉めた様子）
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埋
蔵
文
化
財
課　
土
石
流
の
痕
跡

文
化
財
建
造
物
課　

増
田
家
住
宅
表
門 

―
木
鼻
が
語
る
も
の
―

土
石
流
と
は
、
土
や
石
が
雨
水
な
ど
と
一
体
に
な
っ
て
渓
流
や
斜
面
を
一
気
に

流
れ
下
る
現
象
の
こ
と
で
す
。
土
石
流
は
台
風
や
集
中
豪
雨
な
ど
に
よ
っ
て
発
生
す

る
自
然
災
害
の
一
つ
で
、
令
和
３
年
７
月
に
静
岡
県
で
発
生
し
た
熱
海
市
伊
豆
山
土

石
流
災
害
の
土
石
流
が
街
を
飲
み
込
む
映
像
は
、
読
者
の
皆
様
の
記
憶
に
新
し
い
こ

と
と
思
い
ま
す
。
河
川
に
近
い
遺
跡
の
発
掘
調
査
を
し
て
い
る
と
、
そ
う
い
っ
た
災

害
の
痕
跡
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

令
和
３
年
６
月
か
ら
９
月
に
か
け
て
日
高
郡
日
高
町
小
浦
地
内
で
当
セ
ン
タ
ー

が
小
浦
Ⅰ
遺
跡
と
小
浦
Ⅱ
遺
跡
で
実
施
し
た
発
掘
調
査
で
は
、
東
側
の
調
査
区
２
が

現
在
の
小
さ
な
川
に
隣
接
し
て
い
ま
し
た
。
発
掘
調
査
の
た
め
土
を
掘
り
進
め
て
い

く
と
、
調
査
区
南
半
部
で
は
、
現
況
の
水
田
耕
作
土
と
そ
の
床
土
の
下
に
大
量
の
砂

礫
を
含
む
土
層
が
深
さ
１
メ
ー
ト
ル
以
上
堆
積
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。
こ
の
砂
礫
層
は
、
粘
土
と
粗
い
砂
を
中
心
と
し
、
直
径
３
～
10
㎝
大
の
丸
い

石
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
土
層
の
断
面
の
様
子
か
ら
遺
構
面
（
昔
の
人
が
生
活
し
た

地
面
）
の
上
と
下
、
２
層
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
上
層
に
は
土
器
な
ど
が

少
量
出
土
す
る
も
の
の
、
下
層
か
ら
は
遺
物
が
出
土
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
人
々
が
生
活
す
る
以
前
」、
元
々
川
で
あ
っ
た
と
こ
ろ

に
こ
の
遺
跡
で
大
規
模
な
土
石
流
が
発
生
し

川
が
土
砂
で
埋
ま
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
現

在
の
位
置
に
川
の
流
れ
が
変
わ
っ
た
と
推
測

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
弥
生
時
代
後
期
か
ら

古
墳
時
代
に
か
け
て
人
々
が
こ
の
調
査
区
周

辺
で
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
再
度
土
石

流
が
発
生
し
た
と
推
測
で
き
ま
す
。

１
ｍ
以
上
も
石
や
泥
が
堆
積
し
て
い
る
状

況
を
目
に
す
る
と
、
自
然
災
害
の
恐
ろ
し
さ
、

特
に
水
と
い
う
も
の
が
持
つ
力
の
大
き
さ
を

感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。　
（
濵
﨑
範
子
）

神
社
や
お
寺
の
建
物
を
観
察
す
る
と
、
正
面
の
向
拝
柱
の
上
端
外
側
に
佇
む

龍
や
唐
獅
子
、
象
な
ど
の
彫
刻
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
木き

鼻ば
な

と
呼

ば
れ
、
柱
を
つ
な
ぐ
虹
梁
や
貫
の
端
部
を
装
飾
し
た
も
の
で
す
。
大
工
彫
刻
が
発

達
し
た
紀
州
に
は
、
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
木
鼻
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
近
世
の
民
家
で
は
、
欄
間
に
彫
刻
が
入
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
部
材
自

体
が
装
飾
化
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
す
。
し
か
し
現
在
修
理
を
進
め

て
い
る
重
要
文
化
財
増
田
家
住
宅
表
門
（
岩
出
市
１
７
１
２
年
）
で
は
、
意
外
に

も
、
馬
屋
と
し
て
使
わ
れ
た
部
屋
の
中
に
木
鼻
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
表

門
は
水
田
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
印
象
的
な
、
間
口
が
27
ｍ
に
も
及
ぶ
壮
大
な
長

屋
門
で
、
正
面
に
な
ま
こ
壁
が
配
さ
れ
た
質
実
剛
健
な
印
象
の
建
物
で
す
。
三
頭

分
の
馬
屋
に
は
板
床
や
天
井
が
張
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
前
回
の
解
体
修
理
時

に
は
農
耕
馬
で
は
無
く
、
乗
用
馬
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
空
間
と
推
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

近
年
の
研
究
に
よ
り
、
山
崎
組
大
庄
屋
の
屋
敷
で
あ
る
増
田
家
住
宅
は
、
紀

州
藩
が
開
削
し
た
紀
ノ
川
上
流
の
藤
崎
井い

堰せ
き

か
ら
の
用
水
路
を
利
用
し
た
、
新
田

開
発
の
要
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
み
る

と
、
こ
の
部
屋
は

紀
州
藩
の
役
人
用

の
厩う

ま
や
と
し
て
用
意

さ
れ
、
そ
の
格
式

を
表
現
す
る
た
め

に
木
鼻
が
施
さ
れ

た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

	

（
多
井
忠
嗣
）

馬屋の差鴨居に施された木鼻

増田家住宅表門全景

小浦Ⅱ遺跡調査区2
下層の土石流と見られる堆積（西から）
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